
－ 1－

会
席
空
間

　
日
本
に
お
け
る
喫
茶
の
風
習
は
相
応
に
古
い
が
、
後
の
茶
道

に
つ
な
が
る
様
式
を
確
立
す
る
の
は
、
ほ
ぼ
戦
国
時
代
の
こ
と

と
見
て
よ
い
。
当
時
は
こ
れ
を
「
茶
の
湯
」
と
称
し
た
。
茶
の

湯
を
そ
れ
以
前
の
喫
茶
の
風
習
か
ら
分
か
つ
た
め
に
は
、
茶
の

湯
の
定
義
が
必
要
に
な
る
。
神
津
朝
夫
氏
は
こ
れ
を
、「
畳
を

敷
き
つ
め
た
小
座
敷
に
人
々
が
集
ま
り
、
そ
こ
に
用
意
さ
れ
た

釜
以
下
の
茶
道
具
を
使
い
、
目
の
前
で
点
て
ら
れ
る
茶
を
喫
す

る
寄
合
」（
同
氏
『
茶
の
湯
の
歴
史
』
角
川
書
店
、二
〇
〇
九
）
と
規
定
し
た
。

　
茶
の
湯
と
連
歌
と
は
相
互
に
深
い
関
わ
り
を
有
す
る
の
だ

が
、
問
題
は
そ
の
関
わ
り
の
あ
り
方
で
あ
る
。
い
ま
、
こ
の
両

者
の
関
わ
り
を
視
覚
的
に
、
か
つ
端
的
に
示
す
一
例
を
挙
げ
る

な
ら
ば
、
大
英
博
物
館
蔵
の
『
猿
の
草
子
』
に
勝
る
も
の
は
な

か
ろ
う
（
廣
木
一
人
『
連
歌
の
心
と
会
席
』
風
間
書
房
刊
収
録
の
画
像
が
鮮
明

●
藝
能
空
間
の
中
の
連
歌
・
続
（
十
）

点
て
る

―
― 
茶
の
湯
と
連
歌

鈴
木
　
　
元

で
見
や
す
い
）。
そ
の
表
題
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
お
伽
草
子

の
一
類
型
「
異
類
物
」
の
一
編
で
、
擬
人
化
し
た
猿
た
ち
を
登

場
人
物
と
し
て
話
が
進
行
す
る
。
連
歌
研
究
で
し
ば
し
ば
取
り

上
げ
ら
れ
る
の
は
、
娘
に
若
君
が
生
ま
れ
た
の
を
機
会
に
、
主

人
公
「
し
ぶ
ざ
ね
」
が
婿
を
迎
え
て
自
邸
で
歓
待
の
宴
を
催
し
、

そ
の
席
に
連
歌
師
を
呼
び
連
歌
の
会
を
開
い
て
い
る
場
面
で
あ

る
。

　
連
歌
会
席
を
一
定
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
も
っ
て
再
現
し
た
絵

画
資
料
と
し
て
珍
重
さ
れ
、
画
面
右
で
連
衆
の
面
々
が
連
歌
に

興
じ
て
い
る
傍
ら
、
画
面
左
で
は
茶
を
点
て
て
い
る
猿
、
ま

た
点
て
た
茶
を
運
ぶ
猿
が
描
か
れ
る
。
画
中
に
は
「[

殿]

様
、

御
ね
ぶ
り
に
て
候
、[

御
ち]

や
早
く
〳
〵
ま
い
ら
せ[

ら
れ]

候
べ
く
候
」（[

　]

は
剝
落
箇
所
。
新
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
推
定
本
文
）

と
、
居
眠
り
を
始
め
た
亭
主
の
「
し
ぶ
ざ
ね
」
の
許
に
、
眠
気

覚
ま
し
の
茶
を
運
ぶ
趣
旨
の
詞
も
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。

　
細
か
な
紹
介
は
省
略
す
る
が
、
本
文
中
に
は
会
席
に
用
意
さ

れ
た
茶
器
そ
の
他
、
器
物
の
名
品
が
名
を
挙
げ
て
記
さ
れ
て
お

り
、
本
書
を
初
め
て
紹
介
さ
れ
た
岡
見
正
雄
氏
は
、
そ
れ
ら
が

戦
国
の
世
に
実
在
し
た
道
具
類
で
あ
る
こ
と
を
考
証
し
、
時
代

背
景
を
明
確
に
意
識
さ
せ
る
設
定
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を

論
じ
ら
れ
た
（
奈
良
絵
本
国
際
研
究
会
議
編
『
在
外 

奈
良
絵
本
』
角
川
書
店
、

一
九
八
一
）。「
一
定
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
も
っ
て
」
の
「
再
現
」

と
述
べ
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
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さ
て
、
こ
こ
に
は
確
か
に
同
じ
会
席
空
間
の
中
で
、
連
歌
と

茶
の
湯
が
並
ん
で
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
も
う
少
し
踏
み

込
ん
で
考
え
て
み
る
と
、
両
者
を
繋
ぐ
も
の
は
、
画
面
上
に
一

望
の
も
と
に
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
以
上
の
も
の
は
、
こ

こ
に
は
何
も
な
い
こ
と
に
気
づ
か
ざ
る
を
え
な
い
。
む
し
ろ
、

本
当
に
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
も
っ
と
本
質
的
な
関
わ

り
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
茶
の
湯
」
の
成
立
に
拘
ら
れ
た
神
津

氏
は
、「
和
歌
会
や
連
歌
会
の
前
後
に
、
あ
る
い
は
風
呂
上
が

り
に
茶
が
出
さ
れ
て
も
、
茶
の
湯
が
独
立
し
て
成
立
し
て
い
た

と
は
い
え
な
い
」（
前
掲
書
一
〇
四
頁
）
と
言
わ
れ
た
が
、
そ
れ
は

連
歌
の
側
か
ら
茶
の
湯
と
の
結
び
付
き
を
問
お
う
と
す
る
本
稿

に
お
い
て
も
、
同
様
に
自
戒
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

冷
え
や
せ
て
こ
そ

　
と
こ
ろ
で
、
茶
の
湯
の
成
立
を
論
ず
る
際
に
、
し
ば
し
ば
そ

の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
人
物
と
し
て
珠し

ゆ
こ
う光

（
一
四
二
三
―
一
五
〇
二
）

が
い
る
。
一
般
に
は
村
田
珠
光
と
し
て
知
ら
れ
て
い
よ
う
が
、

村
田
姓
を
確
信
さ
せ
る
同
時
代
資
料
は
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
こ

で
は
珠
光
で
通
し
て
お
く
。
珠
光
に
つ
い
て
は
、
そ
の
活
動
を

含
め
実
像
を
伝
え
る
資
料
が
甚
だ
少
な
い
。
そ
の
珠
光
が
、
興

福
寺
の
衆
徒
、
古
市
播
磨
法
師
（
澄
胤
、
一
四
五
二
―
一
五
〇
八
）
に

宛
て
た
と
さ
れ
る
、
茶
の
心
得
を
説
い
た
一
紙
が
、
奈
良
の
富

商
で
あ
っ
た
松
屋
の
家
に
掛
け
物
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
た
。
茶

の
湯
初
期
の
理
念
を
伝
え
る
資
料
と
し
て
、
し
ば
し
ば
話
題
に

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　 

…
此
道
の
一
大
事
は
、和
漢
の
さ
か
い
を
ま
ぎ
ら
か
す
事
、

肝
要
〳
〵
、
よ
う
じ
ん
あ
る
べ
き
事
也
。
又
、
当
時
、
ひ

ゑ
か
る
ゝ
と
申
（
し
）
て
、
初
心
の
人
躰
が
び
ぜ
ん
物
・

し
が
ら
き
物
な
ど
を
も
ち
て
、
人
も
ゆ
る
さ
ぬ
た
け
く
ら

む
事
、
言
語
道
断
也
。
か
る
ゝ
と
言
事
は
、
よ
き
道
具
を

も
ち
、
其
あ
ぢ
わ
ひ
を
よ
く
し
り
て
、
心
の
下
地
に
よ
り

て
た
け
く
ら
み
て
後
ま
で
、
ひ
へ
や
せ
て
こ
そ
面
白
く
あ

る
べ
き
也
。

 

（
日
本
思
想
大
系
『
古
代
中
世
芸
術
論
』
岩
波
書
店
）

　
引
用
の
箇
所
は
、
も
っ
ぱ
ら
道
具
を
め
ぐ
っ
て
の
心
得
を
説

い
た
所
で
、「
和
漢
の
境
を
ま
ぎ
ら
か
す
」
と
は
、
茶
道
具
の

和
物
・
唐
物
の
区
別
を
意
識
的
に
外
す
こ
と
、
両
者
の
調
和
・

融
和
を
促
す
主
張
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
の

前
提
に
は
、
当
時
の
唐
物
流
行
の
風
が
あ
る
。
将
軍
家
や
有
力

大
名
で
あ
れ
ば
と
も
あ
れ
、
渡
来
物
一
色
で
茶
席
の
道
具
類
を

埋
め
尽
く
す
こ
と
は
現
実
的
で
は
な
い
。
そ
れ
と
同
時
に
、
調

度
が
唐
物
で
覆
い
尽
く
さ
れ
た
書
院
に
、
こ
れ
も
唐
物
の
建
盞

（
天
目
茶
碗
）
に
点
て
ら
れ
た
茶
を
運
び
入
れ
て
喫
す
る
将
軍
の

茶
と
、
喫
茶
と
手
前
が
一
体
と
な
っ
た
茶
の
湯
の
席
と
の
条
件

の
違
い
が
、
こ
の
主
張
の
背
景
に
あ
る
と
神
津
氏
は
い
う
（
前

掲
書
、
一
一
八
頁
）。
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
こ
こ
に
唐
物
を
否
定
し
、「
備
前
」「
信
楽
」
の
茶
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器
の
優
位
を
説
き
、
こ
れ
ぞ
「
冷
え
枯
る
る
」
境
地
と
主
張
す

る
初
心
の
人
が
現
れ
た
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
、
珠
光
の
見
解

は
あ
く
ま
で
和
漢
の
調
和
に
あ
り
、
唐
物
の
「
よ
き
道
具
」
は

よ
き
道
具
と
し
て
、
そ
の
「
味
わ
い
」
を
理
解
す
べ
き
で
あ
る

と
い
う
。
や
や
解
り
に
く
い
の
が
「
た
け
く
ら
む
」
の
語
で
、

思
想
大
系
頭
注
は
「
闌
け
暗
む
か
」
と
す
る
。
だ
が
、
他
に
用

例
を
見
い
だ
せ
て
は
い
な
い
も
の
の
、推
測
す
る
に
、名
詞
「
丈

比
べ
」（『
日
葡
辞
書
』
にT

aqecurabe.

）
を
動
詞
化
さ
せ
た
「
丈
比

ぶ
」
の
語
尾
が
訛
り
、「
丈
比
む
」
と
な
っ
た
も
の
で
は
な
い

か
。
つ
ま
り
、
唐
物
の
「
よ
き
道
具
」
を
持
ち
、
そ
の
「
味
わ

い
」
を
知
り
尽
く
す
こ
と
で
、「
心
の
下
地
」
を
作
り
、
そ
の

上
で
和
漢
を
比
べ
見
る
。
そ
の
後
に
知
る
「
冷
え
痩
せ
」
た
境

地
こ
そ
面
白
い
の
だ
、
と
い
う
論
理
で
あ
る
。

　
細
部
の
理
解
は
と
も
あ
れ
、珠
光
の
論
旨
で
は
、決
し
て
「
冷

え
枯
る
る
」
こ
と
も
、「
冷
え
痩
せ
た
」
境
地
も
否
定
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
な
く
、
茶
の
本
質
を
規
定
す
る
重
要
な
美
的
概
念

と
し
て
肯
定
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
。
さ
て
、

そ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
こ
の
よ
う
な
「
冷

え
」「
枯
れ
」「
痩
せ
」と
表
現
さ
れ
る
美
的
概
念
の
系
譜
で
あ
る
。

こ
れ
は
室
町
文
化
論
と
し
て
、
ま
こ
と
に
様
々
な
議
論
を
呼
ぶ

話
題
で
あ
り
、
こ
う
し
た
美
意
識
は
特
に
世
阿
弥
後
期
の
能
楽

論
あ
た
り
か
ら
顕
在
化
し
た
も
の
で
、
心
敬
（
一
四
〇
六
―
七
五
）

の
連
歌
論
と
の
近
似
性
が
、
こ
れ
ま
で
に
も
注
目
さ
れ
て
き
た

（
小
西
甚
一
『
能
楽
論
研
究
』
塙
書
房
、
一
九
六
一
等
）。

心
敬
連
歌
論
と
の
接
点

　
さ
て
、
茶
の
湯
と
連
歌
と
の
間
の
関
係
に
つ
い
て
、
こ
こ
に

も
う
少
し
明
瞭
な
補
助
線
を
引
い
た
の
が
、『
山
上
宗
二
記
』

で
あ
る
。
著
者
の
宗
二
（
一
五
四
四
―
九
〇
）
は
利
休
（
千
宗
易
）
に

つ
い
て
学
ん
だ
茶
人
で
あ
る
。
信
長
、
秀
吉
に
近
侍
す
る
も
、

後
に
は
秀
吉
の
機
嫌
を
損
じ
て
短
い
生
涯
を
終
え
た
ら
し
い
。

珠
光
の
時
代
か
ら
は
か
な
り
下
る
こ
と
に
な
る
が
、
彼
は
、
次

の
よ
う
な
証
言
を
残
し
て
い
る
。

　
　 

心
敬
法
師
連
歌
の
語
に
曰
く
、
連
歌
は
枯
れ
か
じ
け
て
寒

か
れ
と
云
ふ
。
茶
の
湯
の
果
て
も
其
の
如
く
成
り
た
き
と

紹
鷗
常
に
云
ふ
と
、
辻
玄
哉
云
は
れ
し
と
也

　
珠
光
で
は
な
く
紹
鷗
の
こ
と
ば
と
し
て
、
辻
玄
哉
が
伝
え
た

と
い
う
伝
承
で
あ
り
、
幾
重
に
も
ヴ
ェ
ー
ル
を
重
ね
た
形
に

な
っ
て
い
る
が
、「
枯
れ
か
じ
け
て
寒
か
れ
」
と
い
う
美
意
識

を
心
敬
の
連
歌
論
か
ら
借
り
、
茶
の
湯
の
理
念
と
す
る
伝
統
が

あ
っ
た
こ
と
を
、そ
こ
に
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

「
連
歌
は
枯
れ
か
じ
け
て
寒
か
れ
」
そ
の
ま
ま
の
警
句
は
、
今

日
残
る
心
敬
の
著
作
に
は
確
認
で
き
な
い
こ
と
も
、
念
の
た
め

付
け
加
え
て
お
こ
う
。

　
も
っ
と
も
、
心
敬
が
先
の
珠
光
の
教
訓
に
あ
っ
た
「
冷
え
痩

せ
」
と
い
う
用
語
を
、
繰
り
返
し
自
身
の
連
歌
論
で
使
用
し
て

い
た
こ
と
は
事
実
で
、
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は
だ
美
し
く
て
常
の
句
の
し
み
じ
み
と
し
た
る
、
大
切
の

好
士
に
や
。
其
上
に
、
文
曲
冷
え
や
せ
た
る
は
、
い
は
ぬ

最
尊
の
事
な
る
や 

（『
所
々
返
答
』）

　
　 

凡
俗
が
ま
し
き
風
体
を
の
み
、
う
ち
む
き
て
学
び
つ
け
侍

ら
ん
好
士
は
、
ま
こ
と
の
、
理
を
は
な
れ
位
高
く
冷
え
や

せ
た
る
、
色
ど
ら
ざ
る
格
外
の
境
を
ば
悟
り
が
た
く
哉

 

（『
岩
橋
』
跋
文
）

と
い
っ
た
所
に
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
同
様
に
「
冷
え

枯
る
」の
語
例
を
示
し
得
る
の
で
あ
れ
ば
申
し
分
な
か
ろ
う
が
、

こ
こ
で
は
近
似
的
な
例
と
し
て
、「
初
心
の
時
、
か
ら
び
た
る

か
た
を
好
む
べ
か
ら
ず
」（『
心
敬
法
印
庭
訓
』）
が
指
摘
し
う
る
程

度
で
あ
る
。
な
お
、
同
書
に
は
「
や
せ
か
ら
ぶ
」
の
形
で
の
例

も
あ
り
、「
か
ら
ぶ
」
が
「
や
せ
」
と
も
親
和
性
の
高
い
概
念

で
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
（
以
上
、
心
敬
連
歌
論
の
引
用
は
、
中

世
の
文
学
『
連
歌
論
集 

三
』
三
弥
井
書
店
に
よ
る
）。

　
こ
こ
に
も
う
一
つ
付
け
加
え
て
お
く
と
、『
心
敬
法
印
庭
訓
』

は
、
連
歌
師
兼
載
が
「
若
年
の
比
」
に
心
敬
か
ら
受
け
た
教
え

を
書
き
付
け
て
お
い
た
も
の
を
ま
と
め
、
長
享
三
年
（
一
四
八
九
）

に
「
古
市
殿
」
に
宛
て
た
と
の
奥
書
を
も
つ
。
時
代
的
に
も
状

況
証
拠
か
ら
も
、
珠
光
か
ら
教
訓
の
一
紙
を
贈
ら
れ
た
「
古
市

播
磨
」
と
同
一
の
人
物
と
見
て
お
き
た
い
。
先
に
も
述
べ
た
よ

う
に
、
兼
載
か
ら
心
敬
の
連
歌
論
を
付
与
さ
れ
た
古
市
播
磨
と

は
澄
胤
な
る
者
で
、『
新
撰
菟
玖
波
集
』
に
三
句
入
集
を
見
る

連
歌
の
好
士
で
も
あ
っ
た
。
大
永
本
「
作
者
部
類
」
に
「
権
律

師
澄
胤 

南
都
古
市 

播
磨
」（
貴
重
古
典
籍
叢
刊『
新
撰
菟
玖
波
集 

実
隆
本
』

角
川
書
店
）
と
あ
る
の
が
そ
の
人
で
あ
る
。
後
に
兼
載
自
筆
の『
心

敬
法
印
庭
訓
』
を
入
手
し
た
連
歌
師
紹
巴
は
こ
れ
に
奥
書
を
加

え
、
兼
載
奥
書
の
「
古
市
殿
」
に
つ
き
、「
古
市
播
州
と
て
茶

湯
者
・
謳
之
上
手
名
人
に
て
候
」（
太
田
武
夫
氏
旧
蔵
本
）
と
言
及

し
て
お
り
、『
山
上
宗
二
記
』
も
「
珠
光
の
弟
子
」
と
し
て
「
古

市
播
磨
」
の
名
を
挙
げ
る
。

　
な
お
、紹
巴
奥
書
の
「
謳
」
を
木
藤
才
藏
氏
は
「
歌
道
」「
歌

連
歌
」
と
理
解
さ
れ
た
よ
う
（『
連
歌
論
集 

三
』
頭
注
）
だ
が
、
確

か
に
キ
リ
シ
タ
ン
版
『
落
葉
集
』「
色
葉
字
集
」
の
よ
う
に
「
謳
」

に
「
う
た
」
と
訓
ず
る
例
は
あ
る
も
の
の
、
和
歌
・
連
歌
を
表

す
の
に
こ
の
字
を
充
て
る
例
は
ま
ず
見
な
い
。「
色
葉
字
集
」

も
記
載
す
る
別
訓
、
あ
る
い
は
弘
治
二
年
本
『
節
用
集
』
の
訓

に
従
い
「
ウ
タ
イ
」、
即
ち
「
謡
い
」
が
よ
か
ろ
う
と
思
う
。

や
や
後
代
の
記
録
で
は
あ
る
が
、『
長
闇
堂
記
』
で
も
澄
胤
の

謡
い
が
話
題
に
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
て
、
連
歌
、
茶
の
湯
、
謡

う
た
い
と
、
会
席
の
藝
を
兼
ね
る
好
士

の
存
在
を
媒
介
と
し
て
、
連
歌
と
茶
の
湯
と
は
美
意
識
を
共
有

し
て
い
く
、
そ
れ
は
ひ
と
ま
ず
解
り
や
す
い
構
図
で
は
あ
る
。

こ
こ
で
も
う
一
つ
溯
り
、
珠
光
に
関
し
て
連
歌
師
宗
祇
と
の
接

点
に
ふ
れ
た
、
島
津
忠
夫
氏
の
論
に
も
ふ
れ
て
お
こ
う
。
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珠
光
と
名
香
合

　
連
歌
の
性
格
を
論
じ
、
そ
の
藝
能
性
を
早
く
に
問
題
と
し
て

取
り
上
げ
ら
れ
た
島
津
忠
夫
氏
「
芸
能
性
と
文
芸
性
と
」（『
著

作
集 

第
二
巻 
連
歌
』
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
三
。
な
お
初
出
は
一
九
六
四
）
は
、

肥
前
島
原
松
平
文
庫
蔵
『
歌
書
続
集
』
所
収
『
名
香
合
』
付
載

の
資
料
を
用
い
、
珠
光
と
宗
祇
が
昵
懇
の
仲
で
あ
っ
た
ら
し
い

事
情
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
、
珠
光
に
よ
り
新
た
に
形
成
さ
れ
て

き
た
茶
の
湯
と
、
宗
祇
等
が
大
成
し
て
き
た
連
歌
と
の
環
境
の

近
さ
を
補
強
さ
れ
た
。

　
少
し
解
説
を
補
っ
て
お
く
と
、
島
津
氏
が
用
い
ら
れ
た
資
料

と
は
、
志
野
宗
信
宛
て
の
宗
祇
書
状
の
こ
と
で
、（
こ
こ
で
再
掲

は
し
な
い
け
れ
ど
も
）
宗
信
が
『
名
香
合
』
と
と
も
に
宗
祇
に
宛
て

た
書
状
へ
の
返
信
と
な
っ
て
い
る
。
書
状
の
中
で
宗
祇
は
、
こ

の
香

こ
う
あ
わ
せ

合
の
催
し
に
「
珠
光
之
名
候
は
ず
候
間
、
如
何
に
其
身
心

中
候
ら
ん
」（
参
加
者
中
に
珠
光
の
名
が
見
当
た
ら
な
い
の
で
、[
参
加
で
き

な
か
っ
た
珠
光
の]

そ
の
心
中
た
る
や
、
い
か
ば
か
り
で
あ
っ
た
ろ
う
）
と
思

い
遣
る
記
述
が
あ
り
、
そ
れ
程
に
両
者
は
昵
懇
の
仲
で
あ
っ
た

証
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
資
料
の
性
格
を
把
握
す
る
た
め
に
、
い
さ
さ
か
煩
雑
で

は
あ
ろ
う
が
更
に
解
説
を
加
え
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
書
状
の

宛
先
で
あ
る
志
野
宗
信
と
は
香
道
「
志
野
流
」
の
祖
と
伝
え
ら

れ
る
人
物
で
あ
り
、
宗
祇
に
宛
て
て
送
ら
れ
た
と
さ
れ
る
『
名

香
合
』
と
は
、
文
亀
元
年
（
一
五
〇
一
）
に
志
野
宗
信
家
で
行
わ

れ
た
香
合
の
記
録
と
伝
え
ら
れ
る
。
群
書
類
従
に
も
収
め
ら
れ

広
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
連
歌
師
の
肖
柏
、
玄
清
と
い
っ

た
顔
ぶ
れ
が
参
加
し
て
い
る
の
に
加
え
、
香
木
同
士
を
物
合
せ

の
形
式
に
載
せ
て
優
劣
を
競
い
、
そ
れ
を
評
す
る
判
詞
に
も

凝
っ
た
文
飾
が
施
さ
れ
て
お
り
、
香
の
歴
史
の
上
で
も
文
藝
的

な
意
味
で
も
注
目
す
べ
き
資
料
で
あ
る
。
催
し
の
翌
年
に
は
、

そ
の
記
録
に
三
条
西
実
隆
に
よ
る
跋
文
ま
で
加
え
ら
れ
、
一
層

の
権
威
付
け
が
な
さ
れ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
手
の
藝
能
伝
書
の
常
と
し
て
、
必
ず
し
も

記
載
の
ま
ま
に
は
信
用
し
難
い
と
い
う
か
、
後
代
に
仕
立
て
上

げ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
、
ま
ず
は
疑
っ
て
み
る
必
要
が

あ
る
。
事
実
、
一
次
史
料
の
裏
付
け
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、
一

時
は
志
野
宗
信
の
実
在
す
ら
も
疑
わ
れ
、『
名
香
合
』も
偽
作（
擬

作
）
的
に
作
ら
れ
た
書
と
の
見
解
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
近
年

で
は
実
証
的
な
研
究
も
進
み
、『
名
香
合
』
を
後
代
の
偽
作
と

す
る
説
は
後
景
に
退
き
つ
つ
あ
る
。
少
な
く
と
も
同
時
代
に
土

倉
を
営
む
志
野
氏
の
存
在
が
確
認
さ
れ
、
跋
文
も
実
隆
の
手
に

成
る
と
す
る
蓋
然
性
の
高
い
こ
と
が
、
承
認
さ
れ
つ
つ
あ
る
状

況
と
見
て
よ
い
よ
う
だ
。
し
か
し
な
お
、
宗
信
を
香
道
の
創
始

者
と
見
る
よ
う
な
、
後
代
の
香
道
伝
書
的
史
観
に
は
留
保
の
必

要
が
あ
る
し
、
宗
信
宛
て
宗
祇
書
状
の
信
憑
性
も
、
こ
れ
と
は

別
に
検
討
の
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
あ
た
り
の
研
究
史
の

詳
し
い
事
情
は
、
ひ
と
ま
ず
本
間
洋
子
『
中
世
後
期
の
香
文
化 
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香
道
の
黎
明
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
四
）
に
譲
る
こ
と
と
す
る
。

　
宗
祇
書
状
の
真
偽
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
て
お
け
ば
、
こ
れ

を
信
頼
に
足
る
も
の
と
す
る
、
有
力
な
補
強
材
料
は
見
出
し
得

て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
反
面
、
積
極
的
に
疑
う
根
拠
も
見

出
し
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば「
後
六
月
十
八
日
、

御
状
令
拝
見
候
」
と
い
う
宗
信
書
状
へ
の
言
及
は
、
名
香
合
が

行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
文
亀
元
年
が
、
六
月
に
閏
月
の
あ
る
年
と

い
う
暦
の
上
で
の
事
実
を
正
確
に
反
映
し
て
い
る
。
ま
た
、
都

で
こ
の
催
し
が
行
わ
れ
た
当
時
、宗
祇
が
こ
れ
に
出
席
で
き
ず
、

宗
信
書
状
（
及
び
『
名
香
合
』）
に
よ
り
そ
の
具
体
を
知
る
と
い
う
、

こ
の
宗
祇
書
状
が
暗
示
的
に
示
す
状
況
も
、
当
時
、
宗
祇
が
越

後
に
在
国
し
て
い
た
事
実
と
、
こ
れ
も
よ
く
合
致
し
て
い
る
。

偽
作
と
す
れ
ば
、
か
な
り
手
の
込
ん
だ
偽
作
と
い
う
こ
と
に
な

る
。

　
さ
て
、
こ
の
珠
光
に
宗
珠
と
い
う
養
子
が
い
た
と
い
う
。
珠

光
か
ら
『
君
台
観
左
右
帳
記
』（
足
利
将
軍
家
の
座
敷
飾

り
、
道
具
類
の
記
録

）
を
伝
え
ら
れ
、

茶
の
湯
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
影
響
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
ん
な
宗
珠
の
茶
の
湯
を
、
宗
祇
の
弟
子
の
宗
長
が
日
記
の
中

に
書
き
留
め
て
い
る
。
大
永
六
年
（
一
五
二
六
）
八
月
の
こ
と
と

思
わ
れ
る
。

　
　 

下
京
茶
湯
と
て
、
此
の
比
数
寄
な
ど
い
ひ
て
、
四
畳
半
敷
・

六
畳
敷
を
の
を
の
興
行
。
宗
珠
さ
し
入
り
、
門
に
大
な
る

松
有
り
、
杉
あ
り
。
垣
の
う
ち
清
く
、
蔦
落
葉
五
葉
六
葉

い
ろ
こ
き
を
見
て
、

　
　
　
今
朝
や
夜
の
嵐
を
ひ
ろ
ふ
は
つ
紅
葉

 

（
島
津
忠
夫
校
注
『
宗
長
日
記
』
岩
波
文
庫
）

　
特
に
目
立
っ
た
記
載
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
当
代
の
数

寄
を
謳
わ
れ
る
珠
光
の
後
継
茶
人
と
宗
祇
の
弟
子
と
が
、
茶
席

で
交
遊
を
結
び
、
蔦
紅
葉
の
散
り
敷
く
様
に
句
を
も
っ
て
心
を

通
わ
せ
る
姿
が
髣
髴
と
す
る
。
印
象
論
で
し
か
な
い
が
、
宗
祇

と
珠
光
と
の
間
の
関
係
も
、
然さ

も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
、
あ
っ

て
も
不
思
議
で
は
な
い
と
感
じ
ら
れ
る
程
に
、
茶
席
と
連
歌
は

親
和
的
な
関
係
を
築
い
て
い
る
。

紹
鷗

　
そ
し
て
こ
こ
に
新
た
な
数
寄
者
、
武
野
紹
鷗
（
一
五
〇
二
―

五
五
）
が
登
場
す
る
。

　
利
休
の
高
弟
と
し
て
知
ら
れ
た
山
上
宗
二
が
、
珠
光
以
来
の

師
弟
の
間
で
伝
え
ら
れ
た
茶
の
湯
秘
伝
を
ま
と
め
た
一
書
、『
山

上
宗
二
記
』。
同
書
に
お
い
て
「
茶
湯
者
の
数
寄
者
は
古
今
の

名
人
と
云
（
ふ
）、
珠
光
幷
（
び
に
）
引
拙
・
紹
鷗
也
」
と
し

て
そ
の
名
を
挙
げ
る
紹
鷗
で
あ
る
。『
山
上
宗
二
記
』
は
、
こ

れ
と
は
別
の
箇
所
で
こ
の
紹
鷗
の
経
歴
に
ふ
れ
る
名
高
い
記
事

を
載
せ
て
い
る
。

　
　 
紹
鷗
卅
年
ま
で
連
歌
師
也
、
三
条
逍
遙
院
殿
詠
歌
大
概
之

序
を
聞
、
茶
湯
を
分
別
し
、
名
人
に
な
ら
れ
た
り
。

 

（『
茶
道
古
典
全
集 

第
六
巻
』
淡
交
新
社
）
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別
の
箇
所
で
は
、
こ
う
も
述
べ
て
い
る
。

　
　 
茶
湯
の
師
に
別
て
後
、
師
に
用
る
覚
悟
は
、
一
切
の
上
、

仏
法
、歌
道
幷
（
び
に
）
能
、乱
舞
、刀
の
上
、尤
又
、下
々

の
所
作
ま
で
も
、
名
人
の
仕
事
を
茶
湯
と
目め

あ
か
し明
の
手
本
に

す
る
也

　
指
導
者
た
る
師
を
去
っ
て
後
、
何
を
師
と
す
べ
き
か
の
心
得

と
し
て
、
仏
法
と
並
べ
歌
道
以
下
を
挙
げ
る
。
当
時
の
藝
能
伝

書
に
お
け
る
精
神
論
の
あ
る
種
の
典
型
と
見
て
よ
い
。
能
、
乱

舞
に
続
け
て
記
さ
れ
る
「
刀
」
は
、
茶
道
古
典
全
集
本
頭
注
の

ご
と
く
、
剣
法
・
剣
術
と
見
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
加
え
て

「
下
々
の
所
作
」
と
は
、
お
そ
ら
く
工
藝
な
ど
の
職
人
技
な
ど

を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
よ
う
。
ち
な
み
に「
目
明
か
し
」と
は
、「
当

代
千
万
の
道
具
は
皆
、紹
鷗
の
目
明
を
以
て
召
し
出
さ
る
る
也
」

と
も
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
道
具
類
の
目
利
き
、
鑑
定
眼

を
い
う
。

　
当
代
の
藝
能
伝
書
と
し
て
、
仏
法
と
歌
道
に
云
い
及
ぶ
こ
と

は
、
何
も
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
抽
象
的
理
念
を
言
い
表
す

語
彙
を
、
他
に
持
た
な
か
っ
た
が
故
の
必
然
で
あ
っ
た
。
そ
れ

で
も
、
紹
鷗
が
三
十
の
歳
ま
で
連
歌
師
で
あ
っ
た
と
い
う
発
言

は
、
続
く
詠
歌
大
概
の
序
を
契
機
と
し
て
彼
が
「
茶
の
湯
を
分

別
し
」
た
と
の
指
摘
と
併
せ
、
軽
々
に
は
扱
え
な
い
。
茶
の
湯

と
和
歌
・
連
歌
と
の
関
係
性
を
表
す
記
事
と
し
て
、
し
ば
し
ば

話
題
に
上
る
一
節
で
も
あ
る
故
、
こ
こ
に
は
少
し
丁
寧
に
ふ
れ

て
お
き
た
い
。

　
紹
鷗
が
「
三
条
逍
遙
院
殿
」
即
ち
三
条
西
実
隆
に
親
近
し
て

い
た
こ
と
は
、
実
隆
の
日
記
に
よ
り
確
か
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ

り
、実
隆
の
許
へ
の
初
参
は
、連
歌
師
印
政
に
伴
わ
れ
て
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
実
隆
か
ら
定
家
の
歌
論
書
『
詠
歌
大
概
』
を
授
け

ら
れ
て
い
る
の
も
、
こ
れ
ま
た
事
実
で
あ
る
（
戸
田
勝
久
『
武
野
紹

鷗
研
究
』）。
た
だ
し
、
厳
密
に
は
「『
詠
歌
大
概
』
一
巻
を
遣
わ

さ
れ
て
は
い
る
が
、講
義
を
受
け
た
様
子
は
な
い
」と
も
、「
三
十

歳
ま
で
連
歌
師
で
あ
っ
た
と
い
う
箇
所
は
事
実
と
異
な
る
」（
本

間
前
掲
書
）
と
も
指
摘
さ
れ
る
。
後
者
の
指
摘
は
、
実
隆
の
日
記

が
未
だ
二
十
代
の
紹
鷗
に
「
皮
屋
」
と
注
記
す
る
こ
と
、
裕
福

な
商
人
の
姿
を
窺
わ
せ
る
記
述
を
見
せ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て

い
る
。
も
ち
ろ
ん
戸
田
氏
の
よ
う
に
、
皮
屋
は
単
な
る
屋
号
に

過
ぎ
な
い
、
と
の
立
場
も
あ
り
う
る
だ
ろ
う
が
、
や
は
り
連
歌

師
ら
し
か
ら
ぬ
暮
ら
し
ぶ
り
と
見
え
る
。
ま
た
残
存
資
料
の
制

約
か
も
し
れ
ぬ
が
、
連
歌
師
と
し
て
の
事
蹟
が
何
も
残
っ
て
い

な
い
の
も
事
実
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
、「
職
業
的
な
連
歌
師

と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
連
歌
好
き
と
し
て
パ
ト
ロ
ン
的
な
宗

匠
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
」（
熊
倉
功
夫
『
茶
の
湯
の
歴
史 

千
利

休
ま
で
』）
と
見
る
の
が
、
ひ
と
ま
ず
は
穏
当
か
。

　
一
方
、
前
者
の
指
摘
、
す
な
わ
ち
歌
論
書
は
与
え
ら
れ
た
け

れ
ど
も
、
そ
の
講
義
を
受
け
た
形
跡
が
な
い
と
は
、
こ
れ
も
実

隆
の
日
記
に
基
づ
い
た
見
解
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
記
録
に
見
え
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な
い
こ
と
が
講
義
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
事
実
を
保
証
す
る
も
の

で
は
な
い
。
こ
の
点
は
、
新
た
な
証
拠
が
出
な
い
限
り
水
掛
け

論
を
出
な
い
議
論
に
し
か
な
ら
ぬ
が
、
紹
鷗
の
伝
記
の
細
部
に

拘
泥
す
る
場
合
を
除
き
、
そ
れ
は
些
事
に
過
ぎ
な
い
。
む
し
ろ

肝
要
な
の
は
、「
茶
の
湯
の
分
別
」
に
『
詠
歌
大
概
』
が
大
き

く
作
用
し
た
と
見
做
さ
れ
た
事
実
、
そ
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
、

理
解
さ
れ
て
い
た
事
実
で
あ
る
。

茶
の
湯
と
詠
歌
大
概

　
さ
て
、
こ
こ
で
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
が
、『
詠
歌
大
概
』

の
何
が
茶
の
湯
の
分
別
を
促
し
た
と
い
う
の
か
、
そ
の
一
事
で

あ
る
。
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、「
詠
歌
大
概
の
序
」
と
い
う
こ

と
に
な
る
が
、
そ
も
そ
も
『
詠
歌
大
概
』
は
漢
文
体
の
歌
論
部

分
と
、「
秀
歌
躰
大
略
」
と
題
す
る
秀
歌
例
百
三
首
か
ら
成
り
、

こ
こ
で
「
序
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
前
半
の
漢
文
体
歌
論
の

こ
と
と
思
わ
れ
る
。
で
は
、
そ
の
中
の
ど
の
よ
う
な
教
え
が
、

茶
の
湯
に
示
唆
を
与
え
た
と
い
う
の
か
。
そ
れ
を
考
え
る
上
で

参
考
と
な
る
の
は
、
利
休
と
同
時
代
を
生
き
た
連
歌
師
紹
巴
の

『
至
宝
抄
』
の
次
の
箇
所
で
あ
る
。
連
歌
に
は
い
ろ
い
ろ
難
し

い
習
い
が
あ
る
が
、
第
一
に
「
作
意
」
が
肝
要
で
あ
る
、
と
の

教
え
に
続
け
て
の
記
述
で
あ
る
。

　
　 

古
今
の
序
に
も
人
の
心
を
種
と
し
て
万
の
言
の
葉
と
ぞ
な

れ
り
け
る
と
御
入
り
候
、
唯
今
も
面
白
き
と
思
し
召
し
候

ふ
事
を
仰
せ
出
さ
れ
候
へ
ば
、
を
の
づ
か
ら
古
歌
の
心
に

も
相
叶
ひ
候
、
唐
に
も
日
本
の
歌
の
如
く
詩
を
作
り
候
ひ

て
、
鳥
・
獣
物
・
草
木
の
名
・
四
季
・
恋
・
述
懐
の
言
葉

を
選
び
置
き
候
、
み
な
日
本
の
人
の
意
に
少
し
も
違
は
ず

候
、
又
、
詠
歌
の
大
概
は
定
家
卿
の
歌
を
詠
む
べ
き
様
を

注
し
を
か
れ
候
、
其
の
言
葉
に
も
、
情
は
新
し
き
を
以
つ

て
先
と
し
、
言
葉
は
古
き
を
以
つ
て
用
ゆ
べ
し
、
又
云
く
、

和
歌
に
師
匠
な
し
、
古
き
歌
を
も
つ
て
師
と
す
と
候
ふ

間
、
古
き
言
葉
を
御
覚
え
成
さ
れ
候
ひ
て
奇
特
の
御
作
意

を
仰
せ
出
さ
れ
候
へ
ば
、
残
る
所
な
き
御
連
歌
に
候
、
昔
　
　

の
人
の
歌
と
て
皆
々
よ
き
に
は
あ
ら
ず
、
古
今
集
を
始
め

て
世
々
の
言
葉
も
、
当
世
、
皆
嫌
ふ
事
多
く
御
座
候
、
好

ま
ぬ
詞
も
言
葉
の
続
き
様
に
よ
り
て
能
く
聞
こ
え
候
と
、

定
家
卿
仰
せ
を
か
れ
候
、
御
茶
の
湯
な
ど
も
歌
道
同
前
と

承
は
り
及
び
候
、
古
道
具
を
以
つ
て
心
を
新
し
く
遊
ば
さ

れ
候
ふ
事
、
右
に
申
し
候
ふ
定
家
卿
の
意
に
相
叶
ひ
候
哉

 

（
伊
地
知
鐵
男
編
『
連
歌
論
集 

下
』
岩
波
文
庫
）

　
傍
線
部
が
『
詠
歌
大
概
』
か
ら
の
引
用
部
と
な
る
が
、
前
後

の
文
脈
が
判
る
よ
う
長
め
に
掲
げ
た
。先
に
確
認
し
て
お
く
と
、

『
至
宝
抄
』
は
天
正
十
四
年
に
関
白
秀
吉
に
宛
て
て
記
さ
れ
た

連
歌
論
書
。
秀
吉
も
ま
た
、
茶
の
湯
を
含
む
当
時
の
諸
藝
能
に

関
心
が
深
か
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
紹
巴
が
茶
の

湯
を
例
と
し
て
引
き
合
い
に
出
し
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
背
景

を
念
頭
に
置
い
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
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さ
て
、
傍
線
部
後
半
「
和
歌
に
師
匠
な
し
」
云
々
と
は
、
茶

の
湯
に
限
ら
ず
、
藝
能
伝
書
で
あ
れ
ば
い
か
に
も
好
ん
で
引
き

そ
う
な
一
節
で
、
特
に
注
目
の
必
要
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
こ

こ
に
注
意
を
払
う
べ
き
は
、
前
半
部
分
、
改
め
て
『
詠
歌
大
概
』

に
よ
り
引
き
直
す
な
ら
ば
「
情
以
新
為
先
、
詞
以
旧
可
用
」
と

の
一
節
か
と
思
う
。
事
実
、
紹
巴
は
こ
れ
を
「
御
茶
の
湯
な
ど

も
…
古
道
具
を
以
つ
て
心
を
新
し
く
遊
ば
さ
れ
候
ふ
事
、
右
に

申
し
候
ふ
定
家
卿
の
意
に
相
叶
ひ
候
哉
」
と
説
明
し
直
し
て
お

り
、
お
そ
ら
く
こ
の
一
節
こ
そ
が
、
紹
鷗
に
茶
の
湯
の
分
別
を

促
し
た
大
事
の
教
え
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
と
い
う
の

も
、『
詠
歌
大
概
』
歌
論
部
の
冒
頭
に
位
置
す
る
こ
の
一
節
こ

そ
が
、『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
冒
頭
の
「
や
ま
と
う
た
は
人

の
こ
こ
ろ
を
た
ね
と
し
て
、
よ
ろ
づ
の
言
の
葉
と
ぞ
な
れ
り
け

る
」
と
い
う
一
文
と
と
も
に
、和
歌
に
お
け
る
「
こ
こ
ろ
」
と
「
こ

と
ば
」
と
の
関
係
を
規
定
す
る
命
題
と
し
て
、
室
町
期
の
歌
人

達
に
と
っ
て
最
大
の
関
心
の
的
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
拙
著

『
室
町
の
歌
学
と
連
歌
』
第
三
章
）。
事
実
、
紹
巴
も
『
詠
歌
大
概
』
の

引
用
に
先
ん
じ
て
、「
古
今
の
序
」
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
が
、

先
の
『
至
宝
抄
』
引
用
か
ら
確
認
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

「
こ
こ
ろ
」
と
「
こ
と
ば
」

　
だ
が
、
そ
れ
で
は
紹
鷗
が
『
詠
歌
大
概
』
と
い
う
歌
学
書
か

ら
感
じ
取
っ
た
茶
の
湯
の
分
別
と
は
、
何
で
あ
っ
た
の
か
。
少

な
く
と
も
紹
巴
の
こ
と
ば
を
通
し
て
理
解
す
る
限
り
に
お
い

て
、
歌
論
『
詠
歌
大
概
』
を
通
し
て
感
得
さ
れ
た
こ
と
と
は
、

茶
席
で
愛
で
る
道
具
は
古
い
も
の
で
こ
そ
、
と
い
う
一
事
に
ほ

ぼ
集
約
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
、
こ

う
言
っ
て
も
よ
い
。「
古
道
具
を
以
つ
て
心
を
新
し
く
遊
ば
さ

れ
候
ふ
」
と
い
う
が
、「
心
を
新
し
く
」
と
は
、
結
局
ど
う
す

る
こ
と
な
の
か
。
ど
う
す
れ
ば
「
心
」
は
新
し
く
な
る
の
か
。

　
そ
も
そ
も
、
和
歌
に
お
い
て
「
情
（
こ
こ
ろ
）」
即
ち
作
意
は

新
し
さ
を
求
め
よ
、
と
い
う
の
は
創
作
行
為
の
必
然
と
し
て
理

解
で
き
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
と
同
時
に
「
詞
（
こ
と
ば
）」
は
古

い
軌
範
を
越
え
て
は
な
ら
な
い
、
と
は
創
作
の
道
理
か
ら
し
て

甚
だ
高
度
な
難
題
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
故
に
こ
そ
『
詠

歌
大
概
』
と
い
う
歌
論
書
が
、
室
町
の
世
に
あ
っ
て
繰
り
返
し

講
じ
ら
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。

　
転
じ
て
、
茶
の
湯
の
側
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
古
道
具
を
用
い

つ
つ
新
た
な
茶
の
湯
の
会
席
の
こ
こ
ろ
を
創
始
す
る
、
そ
の
方

針
と
い
う
か
理
念
を
開
悟
す
る
の
に
、
詠
歌
大
概
を
持
ち
出
す

の
は
あ
ま
り
に
大
仰
な
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
が
い
か
が
だ
ろ
う

か
。
和
歌
創
作
に
伴
う
ジ
レ
ン
マ
の
反
映
と
も
思
わ
れ
る
、
繰

り
返
し
て
の
『
詠
歌
大
概
』
講
釈
と
、
そ
れ
と
表
裏
す
る
複
数

の
注
釈
書
の
存
在
を
知
る
和
歌
研
究
の
側
か
ら
す
る
と
、
茶
席

に
「
古
道
具
」
を
導
入
し
た
紹
鷗
の
美
意
識
を
、
あ
ま
り
に
予

定
調
和
的
に
『
詠
歌
大
概
』
に
結
び
つ
け
た
も
の
と
見
え
る
。

　
近
時
刊
行
の
一
書
、
美
学
の
立
場
か
ら
茶
の
湯
の
思
想
史
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を
論
ず
る
、
尼
ヶ
崎
彬
『
利
休
の
黒 

美
の
思
想
史
』（
花
鳥
社
、

二
〇
二
二
）
が
、
こ
の
件
に
つ
い
て
同
様
の
疑
問
を
投
げ
掛
け
て

い
た
。
尼
ヶ
崎
氏
は
、
紹
鷗
の
時
代
に
広
く
行
わ
れ
た
宗
祇
の

『
詠
歌
大
概
注
』
を
読
み
ほ
ど
き
な
が
ら
、
当
時
の
歌
人
た
ち

の
間
で
問
題
と
さ
れ
て
い
た
、
和
歌
に
お
け
る
「
こ
こ
ろ
」
と

「
詞
」の
問
題
を
洗
い
直
し
、定
家
の
本
歌
取
り
論
と
関
わ
ら
せ
、

紹
鷗
の
め
ざ
そ
う
と
し
た
茶
の
湯
の
「
こ
こ
ろ
」
を
解
き
明
か

そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
論
の
展
開
は
微
に
入
り
細
を
穿
っ
た

も
の
で
、
そ
の
趣
旨
を
精
確
に
伝
え
る
こ
と
は
な
か
な
か
に
難

し
い
。
安
易
な
曲
解
を
伝
え
る
愚
は
憚
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
で

は
著
書
の
紹
介
に
と
ど
め
て
お
く
。

　
た
だ
し
、
ひ
と
こ
と
だ
け
述
べ
て
お
け
ば
、
当
時
の
『
詠
歌

大
概
』
注
釈
を
基
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
そ
の
姿
勢
に
は
強
い

共
感
を
覚
え
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、（
そ
こ
か
ら
自
ず
と
導
き
出

さ
れ
る
こ
と
な
が
ら
、）
問
題
の
一
句
か
ら
紹
鷗
が
茶
の
湯
に
受
け

た
示
唆
の
要
を
な
す
も
の
は
、
や
は
り
「
こ
こ
ろ
」
の
問
題
で

あ
ろ
う
と
い
う
所
説
に
は
賛
意
を
表
し
た
い
。

石
州
三
百
ヶ
条

　
こ
こ
ま
で
述
べ
て
お
き
な
が
ら
、
紹
鷗
が
詠
歌
大
概
か
ら
受

け
た
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
は
何
か
、
そ
の
結
論
に
言
及
し

な
い
の
は
竜
頭
蛇
尾
の
譏
り
を
免
れ
な
い
が
、
い
ま
は
明
解
を

得
て
い
な
い
こ
と
を
、
正
直
に
明
か
し
て
お
こ
う
。
同
じ
理
由

に
よ
り
、
宗
祇
『
詠
歌
大
概
注
』
を
延
々
と
引
用
す
る
こ
と
も

遠
慮
し
て
お
く
。
仏
教
の
心
識
説
や
宋
学
の
立
場
に
立
っ
た
性

理
学
の
所
説
を
駆
使
し
、
今
日
の
私
ど
も
に
は
衒
学
的
と
し
か

見
え
な
い
そ
の
注
説
は
、
人
の
心
の
作
用
や
働
き
、
状
態
を
緻

密
に
解
析
し
て
い
る
の
だ
が
、
結
局
、
和
歌
の
こ
こ
ろ
と
は
何

か
、
そ
の
肝
心
の
一
点
に
つ
い
て
は
、
口
を
閉
ざ
し
て
い
る
よ

う
に
し
か
見
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
最
後
に
、
も
う
一
つ
詠
歌
大
概
に
言
及
す
る
資
料
を

補
助
線
と
し
て
示
す
こ
と
で
、
お
お
よ
そ
の
見
通
し
に
代
え
て

お
こ
う
と
思
う
。

　
紹
巴
の
時
代
か
ら
や
や
下
る
が
、
寛
永
四
年
（
一
六
二
七
）
に

父
の
遺
領
を
つ
ぎ
大
和
小
泉
藩
主
と
な
る
も
、
桑
山
左
近
宗
仙

に
就
き
茶
を
極
め
、
の
ち
将
軍
家
の
茶
道
宗
匠
と
な
り
、
石
州

流
の
祖
と
な
っ
た
茶
人
で
、
片
桐
石
州
と
い
う
人
が
い
た
。
そ

の
茶
の
湯
の
教
え
を
記
録
と
し
て
ま
と
め
た
と
さ
れ
る
書
に
、

『
石
州
三
百
ヶ
条
』
が
あ
る
。
そ
の
「
三
百
ヶ
条
」
の
中
に
、

次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
（
利
用
し
た
茶
道
古
典
全
集
本

の
底
本
で
あ
る『
無
住
抄
』で
は
巻
一
の
第
十
六
項
に
あ
た
る
）。

な
お
、
敢
え
て
本
文
を
長
め
に
引
用
し
て
お
い
た
の
は
、
詠
歌

大
概
へ
の
言
及
に
至
る
文
脈
を
、
で
き
る
限
り
押
さ
え
た
い
が

た
め
で
あ
る
。

　
　 
根
本
、
墨
跡
、
床
に
懸
（
け
）
候
事
は
、
我
が
心
法
を
さ

と
る
墨
跡
な
ど
は
、
常
に
か
け
て
有
（
る
）
べ
し
、
然
（
る
）

処
へ
客
来
ら
ば
、
時
分
よ
け
れ
ば
会
席
も
出
し
、
炭
を
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な
を
し
、
茶
を
点
（
て
）、
花
を
も
入
（
れ
）
候
な
り
、
又
、

墨
跡
か
け
ず
し
て
是
有
（
る
）
処
へ
客
来
ら
ば
、
其
（
の
）

通
（
り
）
に
て
茶
を
た
つ
る
、
み
な
其
（
の
）
儘
の
躰
を
用

る
物
也
、
い
に
し
へ
は
絵
を
懸
（
け
）
候
、
有
（
る
）
時
、

一
休
、
珠
光
に
告
て
曰
、
絵
を
詠
め
ん
よ
り
も
法
語
を

掛
（
け
）、
心
法
を
悟
り
て
然
べ
し
と
て
、
圓
悟
禅
師
の
墨

跡
を
あ
た
へ
ら
れ
し
よ
り
、
珠
光
、
是
を
好
（
み
）
て
夫

よ
り
墨
跡
の
法
語
を
専
（
ら
）
用
ゆ
る
な
り
、
定
家
の
筆

を
用
る
事
、
詠
歌
の
大
概
、
情
以
新
為
先
、
詞
以
旧
可
用

と
有
（
る
）
を
、
紹
鷗
、
是
を
好
（
み
）、
茶
道
も
か
く
の

如
く
道
具
は
旧
き
を
用
（
い
）、
其
（
の
）
時
節
の
働
（
き
）　
　

に
て
心
を
新
し
く
す
る
也
と
て
、
小
倉
の
色
紙
を
か
け
て

よ
り
専
（
ら
）
定
家
を
用
る
也

　
こ
こ
で
は
茶
席
の
掛
け
物
の
故
実
と
し
て
詠
歌
大
概
に
言
及

し
た
形
だ
が
、
同
様
の
記
事
は
巻
二
第
二
項
に
も
見
ら
れ
る
。

　
　 

茶
湯
は
仏
法
幷
（
び
に
）
歌
道
を
兼
（
ね
）
た
る
由
、
申
（
し
）　
　

伝
（
へ
）
候
、
詠
歌
大
概
に
、
情
以
新
為
先
、
詞
以
旧
可

用
と
有
（
り
）、
茶
道
は
仏
道
・
歌
道
か
ね
た
る
物
な
り
、

（
情
以
）
新
為
先
、
詞
以
旧
可
用
と
定
家
卿
か
か
れ
候
ご
と

く
、
道
具
は
以
旧
時
の
組
合
せ
は
み
な
情
を
新
敷
（
く
）

す
る
を
よ
し
と
す
、
よ
く
茶
湯
に
叶
（
ひ
）
候
と
て
、
紹
鷗
、

定
家
卿
を
賞
美
し
て
、
定
家
の
色
紙
を
用
（
い
）
候
な
り
、

一
休
、
珠
光
に
閻
悟
の
墨
跡
を
あ
（
た
）
へ
、
絵
を
か
け

て
詠
め
ん
よ
り
、是
を
か
け
て
参
学
し
か
る
べ
し
と
な
り
、

是
よ
り
専
（
ら
）
古
例
を
用
る
な
り
、
茶
湯
は
禅
法
に
い

た
り
て
本
分
の
田
地
を
翫
ぶ
た
め
な
り
　

 

（『
茶
道
古
典
全
集 

第
十
一
巻
』、
括
弧
内
は
引
用
者
補
足
）

　
後
者
で
は
、
お
そ
ら
く
転
写
の
過
程
そ
の
他
の
要
因
で
、
本

文
に
様
々
な
変
動
が
生
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
石
州
の
詠
歌

大
概
理
解
の
鍵
と
な
る
傍
線
箇
所
な
ど
、
必
ず
し
も
意
味
が

す
っ
き
り
と
通
る
形
に
な
っ
て
い
な
い
感
が
強
い
も
の
の
、
両

者
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
い
く
つ
か
の
事
実
が
浮
か
び
上
が

る
。

　
石
州
の
理
解
で
も
、
結
論
、
紹
巴
と
同
様
、「
詞
」
を
茶
席

の
道
具
に
比
定
し
、「
旧
時
」
の
も
の
を
用
い
よ
、
と
い
う
の

が
紹
鷗
の
説
で
あ
っ
た
、
と
い
う
の
が
一
点
。
た
だ
し
、
そ
の

道
具
と
は
専
ら
掛
け
物
が
意
識
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
の
が
石

州
の
見
解
の
よ
う
で
あ
る
。
加
え
て
、
石
州
の
場
合
、
そ
こ
に

定
家
の
小
倉
色
紙
を
絡
め
て
説
く
こ
と
が
習
い
と
な
っ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
二
点
目
。
即
ち
、
紹
鷗
は

定
家
の
歌
論
が
茶
湯
の
理
念
に
か
な
う
と
い
う
こ
と
で
、「
定

家
卿
を
賞
美
し
」、
そ
の
「
色
紙
を
用
」
い
る
よ
う
に
な
っ
た
、

と
い
う
よ
う
に
、
詠
歌
大
概
は
定
家
の
色
紙
を
茶
掛
け
に
す
る

根
拠
と
し
て
機
能
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
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定
家
色
紙
と
圜
悟
墨
跡

　
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
色
紙
」
と
は
、い
わ
ゆ
る
「
小
倉
色
紙
」

を
指
す
も
の
と
考
え
て
よ
い
が
、
百
人
一
首
の
成
立
と
も
か
か

わ
る
藤
原
定
家
筆
の
色
紙
の
問
題
は
複
雑
を
極
め
、
と
て
も
こ

こ
で
解
説
の
余
裕
は
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
近
時
、
研
究

史
の
整
理
が
な
さ
れ
手
頃
な
解
説
が
出
て
い
る
の
で
（
田
渕
句
美

子
『
百
人
一
首
―
編
纂
が
ひ
ら
く
小
宇
宙
』
岩
波
新
書
）、
そ
ち
ら
に
拠
ら

れ
た
い
。
こ
こ
で
は
、
定
家
自
筆
の
百
人
一
首
色
紙
と
さ
れ
る

も
の
が
、
確
か
に
紹
鷗
の
時
代
に
出
回
り
は
じ
め
、
そ
し
て
そ

の
中
心
に
連
歌
師
宗
祇
が
い
た
事
実
、
そ
れ
が
茶
掛
け
と
し
て

用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
時
代
状
況
の
中
に
、
確
か
に

紹
鷗
が
い
た
事
実
に
の
み
ふ
れ
て
お
く
。

　
さ
て
、
こ
の
定
家
色
紙
と
並
べ
床
を
飾
る
の
に
相
応
し
い
墨

跡
と
し
て
、
一
休
が
珠
光
に
圜
悟
墨
跡
を
与
え
禅
へ
の
参
学
を

勧
め
た
と
の
話
が
語
ら
れ
て
い
る
。
同
様
の
こ
と
は
『
山
上
宗

二
記
』
に
も
語
ら
れ
て
お
り
、引
用
本
文
中
で
「
圓
悟
」「
閻
悟
」

と
表
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
中
国
宋
代
の
禅
僧
、
圜え

ん
ご
こ
く
ご
ん

悟
克
勤
の

こ
と
と
見
て
よ
い
。
一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
挿
話
は

「
茶
の
湯
は
仏
法
を
…
兼
た
る
由
」
を
象
徴
的
に
説
く
た
め
に

機
能
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
所
説
は
、
お
そ
ら
く
は
珠
光
の

跡
目
と
な
っ
た
宗
珠
が
、
茶
禅
一
致
を
説
く
た
め
に
編
み
出
し

た
工
作
で
あ
ろ
う
、
と
最
近
の
研
究
で
は
考
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
（
神
津
朝
夫
「「
茶
禅
一
味
」
説
の
再
検
討
」『
禅
か
ら
見
た
日

本
中
世
の
文
化
と
社
会
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
六
）。

　
説
の
由
来
自
体
は
、
い
ま
特
に
問
題
に
は
し
な
い
。
こ
こ
で

肝
要
な
の
は
、
茶
の
湯
が
仏
法
と
歌
道
を
兼
ね
る
こ
と
を
説
く

よ
う
に
な
っ
た
、
そ
の
文
脈
の
中
で
、
定
家
色
紙
と
圜
悟
墨
跡

が
並
記
さ
れ
る
、
そ
の
論
法
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
茶
の
湯
に

精
神
性
を
求
め
る
理
論
化
の
方
向
性
の
中
に
、
補
強
材
料
と
し

て
浮
か
び
上
が
っ
た
の
が
、
和
歌
と
禅
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。
一
方
、
和
歌
に
お
け
る
「
心
」
の
問
題
を
も
っ
と

も
先
鋭
化
さ
せ
た
の
が
、
詠
歌
大
概
を
め
ぐ
る
議
論
だ
っ
た
こ

と
は
間
違
い
な
い
。
講
義
を
受
け
た
確
証
は
な
い
け
れ
ど
も
、

詠
歌
大
概
を
め
ぐ
る
当
代
歌
人
た
ち
の
関
心
の
在
処
を
、
紹
鷗

が
知
ら
な
か
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
彼
も
ま
た
歌
論
書
『
詠

歌
大
概
』
を
通
し
て
、
歌
と
い
う
窓
か
ら
、
己
れ
の
心
の
内
を

ま
じ
ま
じ
と
覗
き
込
む
こ
と
を
教
わ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
見
通
し
は
、
あ
く
ま
で
石
州
の

所
説
を
通
し
て
組
み
立
て
た
仮
説
に
過
ぎ
な
い
こ
と
だ
が
。

黒
木
の
文

　
最
後
に
蛇
足
と
な
る
が
、
茶
席
に
掛
け
る
墨
跡
と
し
て
、
定

家
・
圜
悟
と
並
び
も
う
一
つ
、『
石
州
三
百
ヶ
条
』
中
で
推
奨

さ
れ
て
い
る
宗
祇
の
筆
の
こ
と
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
最
後
は

や
は
り
連
歌
で
締
め
た
い
が
た
め
で
あ
る
。

　
先
の
巻
一
第
十
六
項
の
引
用
部
に
続
け
、
宗
祇
の
墨
跡
を
用

い
る
よ
う
に
な
っ
た
由
来
と
し
て
、宗
易
（
す
な
わ
ち
利
休
）
が
「
黒



－ 13 －

木
の
墨
跡
を
愛
し
て
用
」い
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
と
、

石
州
は
語
っ
た
と
い
う
。

　
　 
宗
祇
、
黒
木
を
尼
ヶ
崎
へ
お
く
り
届
け
よ
と
云
心
を
発
句

に
、

　
　
　
梶
を
折
（
り
）
草
の
草
と
る
あ
し
た
か
な

　
　 

と
し
て
七
夕
の
日
お
く
り
し
と
な
り
。
梶
の
尾
を
と
れ
ば

木
な
り
、
草
の
草
と
る
は
早
な
り
。
黒
木
を
早
々
お
く
り

届
ケ
よ
と
な
り
。
利
休
、
此
頓
作
を
愛
し
て
よ
り
宗
祇
を

用
る
也
。

　『
茶
話
指
月
集
』
に
も
「
黒
木
の
文
」
と
し
て
記
さ
れ
る
話

題
で
あ
る
。
さ
て
こ
れ
を
史
実
と
見
る
か
否
か
と
な
る
と
、
こ

と
の
真
偽
は
定
か
で
な
い
う
え
に
、
検
討
す
べ
き
微
妙
な
問
題

を
孕
む
た
め
、
詳
細
は
別
稿
に
譲
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
が
、

せ
っ
か
く
の
連
歌
発
句
が
茶
の
湯
の
機
微
に
関
わ
る
と
こ
ろ
が

な
く
、
単
に
宗
祇
の
機
知
を
た
た
え
る
話
に
終
わ
っ
て
い
る
。

そ
の
点
が
、わ
た
く
し
に
は
惜
し
ま
れ
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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